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中
村
宗
雄
著

『
民
法
総
則
』

　
お
よ
そ
何
か
を
研
究
乃
至
學
習
す
る
と
き
に
、
何
の
た
め
に
、
と
い
う
こ
と

が
不
明
確
で
あ
る
く
ら
い
、
や
り
が
い
の
な
い
事
は
な
い
。
今
な
し
っ
っ
あ
る

研
究
、
學
び
つ
つ
あ
る
理
論
が
、
何
を
志
向
し
、
他
の
い
か
な
る
事
實
或
い
は

理
論
と
ど
の
よ
5
な
關
係
に
お
か
れ
て
い
る
か
、
或
い
は
更
に
そ
れ
が
、
い
か

に
實
際
に
利
用
さ
れ
得
る
の
か
、
等
の
事
を
た
と
え
一
通
り
で
あ
つ
て
も
、
明

確
に
意
識
し
う
る
な
ら
ぱ
、
研
究
の
無
駄
は
は
ぶ
け
、
學
脅
の
意
欲
は
向
上
す

る
で
あ
ろ
う
。

　
法
律
學
の
學
脅
の
最
初
に
昆
法
を
學
び
、
民
法
の
學
脅
は
、
総
論
よ
り
始
ま

る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
民
法
総
則
の
規
定
そ
の
も
の
が
、
極
め
て

抽
象
的
で
理
解
し
に
く
い
上
に
、
民
法
総
論
と
い
う
も
の
は
、
私
法
學
の
頂
黙

を
占
め
る
べ
き
高
度
の
綜
合
的
理
論
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
學
習
は
容
易
で
な

く
、
極
端
な
場
合
に
は
、
こ
れ
だ
け
で
早
く
も
、
法
律
學
が
、
い
や
に
な
る
學

生
す
ら
在
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
勿
論
、
一
面
學
習
者
の
努
力
不
足

の
結
果
で
あ
る
が
、
他
面
民
法
総
論
の
理
論
そ
の
も
の
が
、
眞
に
『
私
法
全
饅

系
の
理
論
に
綜
合
の
櫨
融
を
與
う
べ
き
任
務
を
』
途
行
す
る
に
、
ふ
さ
わ
し
い

　
　
　
　
紹
　
介
　
と
　
批
　
詐

ま
で
に
整
序
さ
れ
た
豊
系
を
持
つ
て
い
な
い
た
め
に
、
學
習
者
は
、
何
の
た
め

に
、
か
よ
う
な
む
ず
か
し
い
議
論
を
す
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
結
局
學

習
意
欲
が
な
く
な
つ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
原
閃
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
か
る
う
れ
う
べ
き
現
欣
を
打
破
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
中
村
博
士
の
本
輯
の

出
現
は
、
高
く
欝
償
さ
る
べ
き
も
の
と
信
ず
る
。

　
本
書
の
特
色
を
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
私
法
學
の
頂
瓢
を
し
め
る
に
ふ
さ
わ

し
い
理
論
と
し
て
、
そ
の
瞠
系
が
整
序
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て

そ
の
農
系
の
整
序
は
、
二
つ
の
方
面
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
法
學
の

膣
系
を
實
髄
法
學
・
訴
訟
法
學
・
裁
到
論
の
三
段
階
構
造
に
摺
定
す
る
浄
中
村

博
士
猛
特
の
法
學
盤
系
構
邉
論
の
織
か
ら
で
あ
り
（
博
士
の
こ
の
法
學
艘
系
に

つ
い
て
は
別
著
『
自
然
科
學
に
範
型
を
求
め
た
民
事
訴
訟
理
論
の
再
構
成
』
ー

ー
筆
者
の
こ
れ
に
野
す
る
書
詐
は
、
法
學
研
究
二
八
巻
一
一
號
七
四
頁
以
下
に

あ
り
ー
を
ぜ
ひ
蓉
照
せ
ら
れ
た
い
）
、
も
う
二
つ
は
哲
學
、
肚
會
學
等
の
他

の
諸
學
問
の
饗
展
過
程
と
、
民
法
乃
至
民
法
學
の
護
展
過
程
と
を
、
封
比
・
照

慮
さ
せ
る
、
と
い
5
黙
か
ら
で
あ
る
（
も
と
よ
り
こ
の
二
側
衝
の
慮
別
は
、
紹

介
の
便
宜
上
か
ら
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
）
。

　
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
實
騰
法
學
の
上
位
段
階
と
し
て
訴
訟
法
學
・
裁

判
論
を
指
定
す
る
法
學
畦
系
上
の
要
請
か
ら
す
る
、
騰
系
整
序
の
具
騰
例
の
主

要
な
も
の
よ
り
、
紹
介
を
進
め
て
行
こ
う
。
①
民
法
の
性
格
は
、
裁
到
規
範
で

あ
る
と
同
時
に
肚
會
規
範
で
あ
る
と
い
う
二
軍
構
邉
と
な
し
（
一
・
三
・
六
・

七
頁
）
、
働
我
が
民
法
が
パ
ン
デ
ク
テ
ソ
・
シ
ス
テ
ム
を
採
つ
て
い
る
こ
と
に

軍
大
な
關
心
を
も
つ
べ
き
も
の
と
さ
れ
（
七
・
九
・
一
〇
・
二
八
頁
註
五
そ
の

他
）
、
⑧
叉
い
わ
ゆ
る
私
灌
と
さ
れ
て
い
る
権
利
の
中
に
も
、
訴
訟
と
の
關
蓮

に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
、
詐
害
行
爲
取
沿
権
や
婚
姻
取
溝
権
の
如
き
も
の
が
存

六
五

（
八
〇
三
）



紹
　
介
　
と
　
批
　
詐

す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
（
三
一
ー
二
頁
）
、
こ
と
な
ど
が
、
緒
論
の
部
分
に

お
い
て
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
つ
い
で
本
論
の
部
分
に
つ
い
て
み
る
。
ω

詐
欺
を
理
由
と
す
る
取
清
の
主
彊
と
、
錯
誤
を
理
由
と
す
る
無
敷
の
主
張
の
爾

者
を
可
能
と
な
し
（
一
九
八
・
二
〇
四
頁
）
、
又
錯
誤
の
規
定
は
、
費
主
の
暇
疵

搬
保
責
任
に
關
す
る
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
（
一
九
八
頁
）
。

⑤
い
わ
ゆ
る
腕
法
行
爲
の
敷
力
論
に
お
い
て
、
通
説
の
如
く
、
法
律
が
法
律
行

爲
の
目
的
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
場
合
と
、
特
定
手
段
に
よ
つ
て
そ

の
目
的
を
達
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
場
合
、
に
分
け
る
こ
と
は
、
具
膣
的
事
案

を
前
に
し
た
一
種
の
結
果
論
で
あ
つ
て
、
し
か
も
そ
の
匿
別
に
、
何
等
の
客
観

的
基
準
が
存
し
な
い
か
ら
、
不
當
な
も
の
と
さ
れ
る
（
扁
二
五
ー
六
頁
）
。
③

法
律
行
爲
の
解
縄
に
つ
い
て
ぱ
、
裁
到
の
生
成
過
程
と
し
て
の
「
嚢
買
の
認

定
」
と
「
法
律
の
適
用
」
と
の
、
爾
段
階
に
ま
た
が
る
操
作
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
（
…
一
三
二
三
七
頁
）
。
ω
代
理
樽
の
本
質
に
つ
き
、
そ
れ
は
代
理
制
度

の
上
に
認
め
ら
れ
る
権
利
で
あ
る
か
ら
、
制
度
的
権
利
で
あ
つ
て
、
こ
の
融
訴

権
な
ど
と
同
性
質
な
も
の
と
読
か
れ
（
二
四
三
f
五
頁
）
、
⑧
叉
代
理
権
授
輿

行
爲
と
基
本
的
法
律
關
係
と
の
關
係
は
、
我
が
民
法
が
パ
ン
デ
ク
テ
ン
・
シ
ス

テ
ム
を
探
る
以
上
、
理
論
上
に
お
い
て
は
匪
別
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
授
権
行

爲
を
以
て
、
委
任
に
準
ず
べ
き
無
名
契
約
で
あ
る
と
す
る
読
を
排
斥
さ
れ
る

（
二
四
四
－
五
頁
）
。
⑨
時
敷
法
の
性
格
（
時
敷
の
援
用
）
　
に
關
し
て
は
、
時

敷
法
は
、
強
行
法
に
も
任
意
法
に
も
麗
さ
な
い
、
第
三
の
法
の
類
型
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
郎
ち
時
敷
の
援
用
は
、
訴
訟
資
料
を
訴
訟
に
顯
出
せ
し
め
る
辮

論
で
は
な
く
し
て
、
時
敷
完
成
の
法
規
敷
果
を
、
裁
興
に
織
り
込
ま
せ
る
當
事

者
の
訴
訟
行
爲
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
時
敷
の
援
用
は
、
正
確
に
は
時

敷
法
の
援
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
從
つ
て
時
敷
の
敷
力
は
、
訴
訟
と
の
關
蓮
に

六
六

（
八
〇
四
）

お
い
て
解
決
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
條
件
説
は
、
私

法
理
論
の
分
野
か
ら
、
こ
の
間
題
を
解
決
せ
ん
と
し
、
叉
援
用
規
定
を
も
つ
て

訴
訟
規
定
と
解
す
る
説
に
お
い
て
は
、
訴
訟
理
論
と
私
法
理
論
と
の
關
蓮
が
切

断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
も
不
當
で
あ
る
と
説
か
れ
る
（
二
七
一
－
三

頁
）
。
㈲
な
お
時
敷
法
の
如
く
、
規
定
の
内
容
に
お
い
て
は
強
行
法
で
あ
る

が
、
そ
の
適
用
が
當
事
者
の
意
思
に
委
せ
ら
れ
て
い
る
任
意
的
性
格
の
も
の

を
、
彊
行
法
で
も
任
意
法
で
も
な
い
第
三
の
法
の
類
型
と
い
わ
れ
る
と
き
、
こ

れ
に
、
時
敷
法
の
ほ
か
、
法
律
行
爲
の
取
溝
及
び
契
約
の
解
除
に
關
す
る
規
定

が
馬
す
る
と
さ
れ
る
（
ニ
ハ
O
ー
一
頁
）
。

　
次
に
哲
學
或
い
は
枇
會
學
筆
の
襲
展
と
、
民
法
規
定
或
い
は
民
法
學
の
護
展

と
を
照
懸
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
鶴
系
整
序
を
は
か
つ
た
部
分
の
重
要
な
も

の
に
つ
い
て
み
て
行
こ
う
。
な
お
こ
こ
で
念
の
た
め
に
注
意
す
ぺ
き
は
、
博
士

の
か
か
る
態
度
を
み
て
、
哲
學
的
或
い
は
肚
會
學
的
方
法
を
以
て
、
民
法
総
論

を
構
威
す
る
こ
と
だ
と
、
蓮
断
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
博
士

の
企
圃
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
民
法
或
い
は
民
法
學
の
襲
展
段
階
を
、
哲
學
、
吐

會
學
等
の
そ
れ
と
、
野
比
、
照
懸
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
類
文
化
の
中
に
お

い
て
、
か
く
か
く
の
規
定
或
い
は
理
論
が
、
い
か
な
る
地
位
を
占
め
る
も
の
で

あ
る
か
、
そ
れ
の
意
義
、
限
界
は
い
か
に
あ
る
か
を
、
大
局
的
見
地
か
ら
明
ら

か
な
ら
し
め
、
更
に
今
後
に
お
い
て
、
規
定
と
理
論
の
進
む
べ
き
道
を
指
示
す

る
に
あ
る
。
本
書
は
、
か
か
る
観
瓢
か
ら
す
る
騰
系
整
序
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

砺
究
の
無
駄
を
は
ぶ
き
、
學
習
意
欲
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
は
た
す
こ

と
が
出
來
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
右
の
よ
う
な
観
融
か
ら
重
要
な
も
の
を
ひ
ろ
つ
て
み
よ
う
。
緒
論
の
部

分
に
お
い
て
は
、
ω
民
法
の
構
成
原
理
が
、
理
性
人
を
出
襲
融
と
す
る
、
分
析



的
・
原
子
論
的
、
か
つ
ム
畳
圭
義
的
抽
象
理
論
で
あ
つ
て
、
パ
ソ
デ
ク
テ
ソ
・

シ
ス
テ
ム
も
こ
の
原
理
が
法
典
の
上
に
反
映
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
説

か
れ
る
（
二
〇
i
一
頁
）
。
本
論
の
部
分
で
は
㌔
㈱
権
利
能
力
観
念
に
關
し
、

そ
の
護
展
の
あ
と
を
説
明
さ
れ
た
後
、
現
在
に
お
け
る
そ
れ
は
、
内
容
を
鉄
く

形
式
概
念
で
あ
り
、
「
無
限
」
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
通
説
が
、

意
思
主
燈
の
み
が
人
格
を
も
つ
と
い
う
カ
ソ
ト
哲
學
を
背
景
と
し
て
、
「
人
格
」

が
薩
會
生
活
に
お
け
る
法
的
行
動
能
力
を
も
あ
わ
せ
意
昧
し
て
い
た
と
こ
ろ
の

ロ
ー
マ
法
的
理
論
に
、
膠
著
L
て
い
る
の
は
、
い
か
ん
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し

か
し
て
通
説
が
、
胎
見
に
権
利
能
力
を
認
め
な
い
の
は
、
ロ
ー
マ
法
的
考
察
態

度
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
な
し
と
説
か
れ
る
（
三
九
－
四
四

頁
）
。
⑧
財
團
の
定
義
に
關
し
て
は
、
通
説
が
、
こ
れ
を
以
て
團
盟
で
な
い
存

在
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
機
械
的
・
法
學
的
考
察
に
偏
し
て
お
り
、

財
團
は
、
財
産
が
組
織
の
中
心
を
な
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
輩
な
る
財
塵
の

集
合
騰
で
は
な
く
、
人
的
要
因
が
加
わ
り
、
事
業
を
途
行
す
る
組
織
騰
で
あ
る

の
だ
か
ら
、
團
盟
的
存
在
で
あ
る
と
読
か
れ
る
（
七
五
ー
六
頁
）
。
こ
の
考
え

方
の
方
が
、
よ
ほ
ど
實
醜
に
邸
し
て
お
り
、
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
ω
法

人
の
本
質
を
め
ぐ
る
學
読
の
翁
は
、
結
局
考
察
態
度
の
相
異
に
も
と
ず
く
観
念

上
の
欝
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
て
、
経
験
的
認
識
論
と
権
利
主
豊

を
意
思
能
力
者
に
限
る
ロ
ー
マ
法
の
理
論
を
前
提
と
す
れ
ば
、
擬
制
読
が
生
ま

れ
、
叉
経
験
的
認
識
槽
と
肚
會
學
的
（
肚
會
唯
名
論
的
）
考
察
態
度
に
よ
れ

ば
．
法
人
否
認
説
と
な
る
。
一
方
認
識
の
封
象
と
な
り
う
る
一
切
の
も
の
を
實

在
と
す
る
立
場
か
ら
は
法
人
實
在
説
が
生
ま
れ
る
が
、
し
か
し
套
機
盟
読
が
、

團
瞠
が
固
有
の
意
思
力
を
も
つ
が
故
に
法
人
格
を
有
す
る
と
倣
す
の
は
、
擬
制

説
と
同
じ
く
意
思
主
瞳
の
み
が
樒
利
主
髄
た
り
う
る
と
い
う
ロ
ー
マ
法
の
理
論

　
　
　
　
紹
介
　
と
　
批
欝

に
膠
著
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
（
八
五
i
九
購
頁
）
。
⑤
法
規
範
の
構

造
が
、
「
一
定
の
法
律
要
件
の
充
足
に
よ
り
、
　
一
定
の
法
敷
果
を
生
ず
る
」
と

い
う
構
造
で
あ
る
の
は
、
「
一
定
の
原
因
あ
れ
ば
、
　
一
楚
の
敷
果
を
生
ず
る
」

と
い
う
自
然
科
學
の
法
則
の
構
造
と
封
感
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
し
て
、
そ

れ
は
我
々
の
肚
會
生
活
の
護
展
が
、
そ
の
均
衡
の
破
壌
に
始
ま
る
と
の
前
提
に

立
ち
、
法
律
要
件
の
充
足
に
よ
り
、
そ
れ
に
封
懸
す
る
法
敷
果
の
畿
生
す
る
と

こ
ろ
に
、
法
規
範
的
な
均
衡
の
同
復
を
見
出
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
融
一
般
均

衡
理
論
を
中
心
と
す
る
近
代
理
論
経
濟
學
と
相
似
の
學
問
的
構
想
が
、
そ
の
背

景
と
な
つ
て
い
る
、
と
読
か
れ
る
（
一
五
四
－
五
頁
）
。
③
法
律
行
爲
論
が
意

思
表
示
の
分
析
に
つ
い
て
、
め
ん
ど
う
な
議
論
を
試
み
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
。
中
村
博
士
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
法
學
に
お
け
る
意
思
表
示
の
分
析
が
、
ヴ

ソ
ト
の
流
れ
を
汲
む
構
成
心
理
學
の
方
法
を
法
學
的
に
改
組
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
て
か
か
る
背
景
を
も
つ
法
律
行
爲
理
論
は
、

自
由
意
思
に
も
と
ず
く
、
個
別
的
な
、
財
産
上
の
行
爲
を
封
象
と
す
る
理
論
で

あ
り
、
從
つ
て
身
分
上
の
行
爲
、
合
同
行
爲
、
大
量
行
爲
（
協
定
行
爲
、
附
合

契
約
な
ど
に
關
し
て
は
、
そ
の
理
論
が
及
び
え
な
い
。
だ
か
ら
解
縄
論
と
し
て

も
、
こ
の
事
賓
を
前
提
圧
し
た
解
縄
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
例
え
ば
、
無
能

力
に
關
す
る
規
定
は
、
身
分
上
の
行
爲
の
ほ
か
、
大
量
行
爲
に
つ
い
て
も
、
適

用
さ
れ
難
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
1
四
八
頁
ー
）
、
更
に
す
べ
て
の
類

型
の
法
律
行
爲
を
包
括
し
た
法
律
行
爲
理
論
は
、
ト
ポ
ロ
ギ
ー
の
心
理
學
を
背

景
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
か
れ
る
（
一
六
七
ー
一
六
九
頁
、
一
七
六
ー
七
頁
）
。

　
以
上
ひ
ろ
い
上
げ
て
來
た
論
貼
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
、
筆
者
も
全
面
的
に

博
士
の
見
解
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
本
書
に
封
す
る
若
干
の

注
文
及
び
批
判
を
附
記
し
よ
う
。
そ
の
第
一
は
、
わ
が
民
法
典
制
定
の
意
義
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
　
（
八
〇
五
）



紹
介
と
批
詐

過
程
に
つ
い
て
の
説
明
を
も
つ
と
詳
細
な
も
の
と
し
て
い
た
だ
き
た
か
つ
た
と

い
う
事
で
あ
る
。
第
二
は
、
民
法
の
解
繹
に
關
し
て
は
、
相
當
に
く
わ
し
く
論

ぜ
ら
れ
て
お
り
（
…
昌
ー
八
頁
）
、
か
つ
そ
の
所
説
に
封
し
て
は
勿
論
賛
威
で

あ
る
が
、
更
に
解
縄
學
以
外
の
民
法
學
の
研
究
方
法
に
關
し
て
も
読
明
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
も
つ
と
よ
か
つ
た
と
思
う
。
第
三
に
、
本
書
が
豊
系
整
序
を
第
一

義
と
さ
れ
た
た
め
と
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
こ
と
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
と

は
思
う
が
、
な
お
あ
ま
り
に
説
明
が
簡
輩
す
ぎ
る
部
分
も
あ
る
よ
5
で
あ
る
。

例
え
ば
失
踪
宣
告
の
敷
力
に
闘
す
る
規
定
を
も
つ
て
、
失
踪
に
關
す
る
限
り
す

べ
て
の
法
律
開
係
に
つ
い
て
の
、
特
別
法
と
み
る
見
解
を
と
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
が
（
七
三
－
四
頁
）
、
そ
の
理
由
が
あ
ぎ
ら
か
で
な
く
、
叉
か
よ
5
な
見
解

に
も
と
ず
い
て
、
失
踪
宣
告
後
再
婚
し
た
當
事
者
の
双
方
若
し
く
は
一
方
が
悪

意
な
と
き
は
、
失
踪
宣
告
の
取
滑
に
よ
つ
て
再
婚
は
そ
の
敷
力
を
失
い
、
失
踪

者
と
の
婚
姻
關
係
が
復
活
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
（
七
三
頁
）
、
の
で

あ
る
が
こ
こ
に
『
再
婚
は
そ
の
敷
力
を
失
い
』
と
い
わ
れ
る
も
、
現
賓
の
間
題

と
し
て
、
ど
う
い
う
取
扱
を
し
た
ら
よ
い
の
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な

い
よ
う
に
思
う
。
印
ち
婚
姻
解
滑
の
方
式
と
し
て
は
、
親
族
法
に
規
定
さ
れ
た

も
の
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
方
式
の
ど
れ
を
利
用
し
た
ら
よ
い
と
さ

れ
る
の
か
、
或
い
は
、
特
別
な
方
式
を
考
え
ら
れ
る
の
か
不
明
確
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
本
書
ぐ
ら
い
、
一
貫
し
た
瞳
系
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
民
法

総
論
は
め
ず
ら
し
い
と
思
う
。
す
で
に
相
當
程
度
の
民
法
の
智
識
を
有
せ
ら
れ

る
方
々
は
、
方
法
論
的
反
省
の
た
め
に
、
叉
今
民
法
を
學
習
し
つ
つ
あ
る
諸
君

は
、
勉
學
の
目
標
を
確
立
し
、
民
法
學
或
い
は
法
律
學
全
般
に
封
す
る
正
し
い

認
識
を
も
つ
た
め
に
、
i
實
際
、
科
學
と
し
て
の
法
律
學
は
い
か
に
在
る
べ

き
か
、
と
い
う
よ
5
な
事
を
摘
象
的
に
論
じ
た
も
の
を
護
む
の
も
よ
い
が
、
本

六
八

（
八
〇
六
）

書
を
讃
む
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
法
律
學
の
正
し
い
在
り
方
を
、

具
睦
的
な
説
明
の
う
ち
に
ぱ
つ
き
り
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
ー

ぜ
ひ
本
書
を
讃
ま
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
早
稻
田
大
學

閏
版
部
刊
　
定
贋
四
五
〇
圓
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
富
崎
俊
行
）


